
サバイバー 101 FEB 2018  /  No 1020

命
を
投
げ
出
し
た
女
性

　

１
９
１
３
年
６
月
４
日
、 

そ
れ
は
一
瞬
の

出
来
事
だ
っ
た
。

　

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
南
東
部
サ
リ
ー
に
あ
る
エ

プ
ソ
ム
競
馬
場
は
、
名
門
競
馬
レ
ー
ス
の

ダ
ー
ビ
ー
を
楽
し
む
人
々
で
朝
か
ら
賑
わ
っ

て
い
た
。
こ
の
年
の
ダ
ー
ビ
ー
に
は
、
時
の

英
国
王
ジ
ョ
ー
ジ
５
世
が
所
有
す
る
馬
が
出

走
し
て
お
り
、
王
は
王
妃
メ
ア
リ
ー
と
共
に

ゴ
ー
ル
を
一
望
す
る
特
別
席
か
ら
観
戦
し
て

い
た
。

　

午
後
３
時
を
ま
わ
っ
た
頃
、
い
よ
い
よ

ジ
ョ
ー
ジ
５
世
注
目
の
レ
ー
ス
が
ス
タ
ー
ト
。

競
走
馬
が
ゴ
ー
ル
前
の
最
後
の
直
線
コ
ー
ス

へ
入
る
コ
ー
ナ
ー
に
差
し
掛
か
っ
た
、
ま
さ

に
そ
の
時
―
―
。
ひ
と
り
の
女
性
が
防
護
柵

を
く
ぐ
り
抜
け
て
コ
ー
ス
に
飛
び
出
し
、
全

力
で
疾
走
す
る
王
の
馬
の
前
へ
、
そ
の
手
綱

に
手
を
伸
ば
す
よ
う
に
身
を
投
げ
出
し
た
の

だ
。
そ
し
て
次
の
瞬
間
、
女
性
は
あ
っ
け
な

く
蹴
り
倒
さ
れ
、
馬
も
転
倒
、
騎
手
も
投
げ

飛
ば
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
す
べ
て
は
あ
っ
と

い
う
間
の
出
来
事
で
、
観
戦
し
て
い
た
人
々

も
何
が
起
こ
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、

そ
の
場
に
凍
り
つ
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
女
性
の
名
は
エ
ミ
リ
ー
・
デ
イ
ヴ
ィ

ソ
ン
（Em

ily D
avison

＝
当
時
40
歳
）。

英
国
の
女
性
参
政
権
獲
得
を
過
激
な
手
段

を
使
っ
て
世
の
中
に
訴
え
て
い
た
政
治
団

体
、
Ｗ
Ｓ
Ｐ
Ｕ
（W

om
en's Social and 

Political U
nion

＝
女
性
社
会
政
治
連
合
）

の
活
動
で
知
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
。
デ
イ

ヴ
ィ
ソ
ン
は
す
ぐ
に
近
く
の
病
院
に
運
び
込

ま
れ
た
も
の
の
、
頭
蓋
骨
の
骨
折
が
ひ
ど
く
、

治
療
の
甲
斐
も
む
な
し
く
意
識
を
取
り
戻
さ

な
い
ま
ま
に
６
月
８
日
に
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ

た
。
王
の
馬
の
前
に
飛
び
出
し
た
そ
の
と
き
、

そ
の
手
に
Ｗ
Ｓ
Ｐ
Ｕ
の
シ
ン
ボ
ル
カ
ラ
ー
で

あ
る
紫
・
白
・
緑
の
３
色
を
あ
し
ら
っ
た
旗

を
ぎ
ゅ
っ
と
握
り
締
め
て
い
た
。

　

レ
ー
ス
中
の
競
走
馬
の
前
に
飛
び
出
す
な

ど
、
自
殺
行
為
に
等
し
い
こ
と
は
容
易
に
想

像
が
つ
く
は
ず
。
デ
イ
ヴ
ィ
ソ
ン
が
こ
ん
な

行
動
に
出
た
の
は
い
っ
た
い
な
ぜ
な
の
か
。

そ
の
理
由
を
探
る
べ
く
、
女
性
参
政
権
獲
得

へ
の
闘
い
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。

●サバイバー●取材・執筆／名越美千代・本誌編集部

投石、放火、収監…

参政権を求めて活動するサフラジェットたち。街頭で女性らが次々と連行され、激しく抵抗する姿は多くの人に衝撃を与えた。

サフラジェットの決意
■ 現代女性が当然のように享受する参政権は、女性らが熱望した夢だっ
た―。「Votes for Women（女性に参政権を）」のスローガンを掲げて
闘った活動家らの闘争を、その中でも過激派と呼ばれた「サフラジェット

（suffragette）」のメンバーだった女性の生涯を通して見ていこう。

女性参政権100年
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別
も
明
確
で
な
か
っ
た
時
代
に
は
、
女
性
も

家
事
の
か
た
わ
ら
で
夫
や
兄
弟
に
混
じ
っ
て

働
く
主
要
な
働
き
手
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な

場
面
で
の
発
言
力
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

男
女
の
あ
り
方
と
社
会
の
構
造
に
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
す
転
機
と
な
っ
た
の
は
、
18
世

紀
半
ば
か
ら
19
世
紀
に
か
け
て
起
こ
っ
た
産

業
革
命
だ
ろ
う
。
一
連
の
産
業
の
変
革
が
進

ん
だ
19
世
紀
に
は
工
場
や
店
、
オ
フ
ィ
ス
な

ど
家
庭
の
外
へ
通
勤
す
る
男
性
が
増
加
。
妻

や
娘
、
妹
と
い
っ
た
女
性
た
ち
に
は
家
庭
を

守
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
男

女
の
役
割
が
は
っ
き
り
と
線
引
き
さ
れ
る
に

至
っ
た
。
や
が
て
男
性
た
ち
は
政
治
や
社

会
問
題
も
外
の
世
界
で
話
し
合
っ
て
決
め

て
し
ま
う
よ
う
に
な
り
、
家
庭
に
取
り
残
さ

れ
た
女
性
が
発
言
で
き
る
場
は
自
然
と
失
わ

れ
て
い
っ
た
。
１
８
３
２
年
に
制
定
さ
れ
た

「G
reat R

eform
 A
ct 1832

」
法
で
は
つ
い

に
選
挙
権
が
男
性
に
の
み
与
え
ら
れ
る
こ
と

が
明
記
さ
れ
て
し
ま
い
、
こ
こ
か
ら
英
国
で

の
女
性
の
参
政
権
獲
得
へ
の
半
世
紀
を
超
え

る
苦
難
の
道
が
始
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

英
国
で
女
性
の
参
政
権
を
求
め
る
動
き

が
特
に
強
ま
っ
た
の
は
１
８
６
６
年
頃
。

１
８
６
７
年
に
は
国
政
選
挙
へ
の
投
票
権
を

男
性
と
同
様
に
女
性
に
も
与
え
よ
う
と
い
う

議
題
が
国
会
で
話
し
合
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、

残
念
な
が
ら
結
果
は
１
９
６
票
対
73
票
の
大

差
で
却
下
。
そ
れ
か
ら
条
件
付
き
で
女
性
参

政
権
が
認
め
ら
れ
る
１
９
１
８
年
ま
で
、
実

に
50
年
以
上
の
月
日
が
費
や
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

穏
健
派
と
過
激
派

　

英
国
の
女
性
参
政
権
運
動
に
お
い
て
大
き

な
役
割
を
果
た
し
た
団
体
に
は
、
デ
イ
ヴ
ィ

ソ
ン
が
所
属
し
て
い
た
過
激
派
団
体
の
Ｗ
Ｓ

Ｐ
Ｕ
と
、
も
う
ひ
と
つ
、
穏
健
派
の
Ｎ
Ｕ
Ｗ

Ｓ
Ｓ
（N

ational U
nion of W

om
en's 

Suff
rage Societies

＝
女
性
参
政
権
協
会

全
国
連
合
）
が
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。

　

先
に
始
ま
っ
た
の
は
Ｎ
Ｕ
Ｗ
Ｓ
Ｓ
で
、

１
８
９
７
年
に
ミ
リ
セ
ン
ト
・
フ
ォ
ー
セ
ッ

ト
（M

illicent Faw
cett

）
と
い
う
女
性

が
代
表
と
し
て
活
動
を
先
導
し
た
。

フ
ォ
ー
セ
ッ
ト
は
裕
福
な
家
の
出

身
で
、
夫
は
国
会
議
員
。
自
身
も

女
性
の
大
学
進
学
に
尽
力
し
、
ケ

ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
ニ
ュ
ー
ナ

ム
・
カ
レ
ッ
ジ
の
設
立
に
貢
献
し

た
人
物
で
も
あ
る
。
Ｎ
Ｕ
Ｗ
Ｓ
Ｓ

は
財
産
を
持
つ
中
流
層
の
女
性
に

参
政
権
を
与
え
る
こ
と
を
目
指

し
、
そ
の
活
動
も
国
会
議
員
へ

の
ロ
ビ
ー
活
動
、
チ
ラ
シ
の
配

布
や
署
名
活
動
、
静
か
な
デ
モ

行
進
や
集
会
な
ど
、
平
和
で
穏

健
な
も
の
で
あ
っ
た
。
フ
ォ
ー

セ
ッ
ト
の
考
え
は
、
女
性
に
も

政
治
に
参
加
す
る
だ
け
の
能
力

が
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
権
利

を
勝
ち
取
る
こ
と
。
そ
の
た
め
に
は
、 

知
的

で
法
に
従
っ
た
活
動
に
よ
っ
て
政
府
に
訴
え

か
け
る
べ
き
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
実
際
の

と
こ
ろ
、
１
９
０
０
年
ま
で
に
は
Ｎ
Ｕ
Ｗ
Ｓ

Ｓ
の
地
道
な
活
動
と
主
張
は
国
会
の
多
く
の

議
員
に
支
援
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の

だ
が
、
正
式
に
国
会
で
認
め
ら
れ
る
ま
で
に

は
至
ら
ず
、
活
動
家
た
ち
の
苛
立
ち
と
不
満

は
募
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　

１
９
０
３
年
、
い
つ
ま
で
も
煮
え
切
ら
な

い
状
況
に
し
び
れ
を
切
ら
し
た
急
進
派
の
活

動
家
ら
に
よ
っ
て
発
足
し
た
の
が
Ｗ
Ｓ
Ｐ
Ｕ

だ
。
団
体
を
牽
引
し
た
の
は
マ
ン
チ
ェ
ス

タ
ー
で
活
動
し
て
い
た
エ
メ
リ
ン
・
パ
ン
ク

ハ
ー
ス
ト
（Em

m
eline Pankhurst

）。

パ
ン
ク
ハ
ー
ス
ト
も
フ
ォ
ー
セ
ッ
ト
と
同
様

に
裕
福
な
家
の
出
身
だ
が
、
パ
ン
ク
ハ
ー
ス

ト
は
教
育
を
受
け
た
中
流
層
の
女
性
だ
け
で

な
く
、
劣
悪
な
環
境
に
苦
し
む
労
働
者
層
の

女
性
も
活
動
に
取
り
込
む
こ
と
で
、
よ
り
活

発
な
組
織
を
目
指
し
た
。
世
間
の
注
目
を
集

め
る
た
め
に
は
過
激
な
手
段
も
辞
さ
な
い
方

針
で
、
掲
げ
た
モ
ッ
ト
ー
は
「D

eeds not 
w
ords

（
言
葉
よ
り
実
行
を
）」。
郵
便
ポ
ス

ト
に
発
火
物
を
投
げ
込
ん
で
中
の
郵
便
物
も

ろ
と
も
燃
や
す
、
高
級
デ
パ
ー
ト
や
大
手
新

聞
社
の
窓
ガ
ラ
ス
に
投
石
す
る
、
政
府
高
官

の
家
に
放
火
す
る
な
ど
、
世
間
か
ら
テ
ロ
リ

ス
ト
と
非
難
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
過
激
な

活
動
を
次
々
に
展
開
し
て
い
っ
た
。

　

こ
う
し
た
方
針
に
批
判
的
な
大
衆
紙
「
デ

イ
リ
ー
・
メ
ー
ル
」
は
Ｗ
Ｓ
Ｐ
Ｕ
の
闘
争
的

な
女
性
た
ち
を
、
通
常
の
女
性
参
政
権
主
義

者
の
呼
称
で
あ
る
「Suff

ragist

（
サ
フ
ラ

ジ
ス
ト
）」
を
も
じ
っ
た
「suff

ragette

（
サ

フ
ラ
ジ
ェ
ッ
ト
）」
と
揶
揄
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
と
こ
ろ
が
当
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
は
逆
に

そ
の
名
前
に
誇
り
を
感
じ
、
活
動
を
さ
ら
に

エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
て
い
っ
た
。

　

パ
ン
ク
ハ
ー
ス
ト
の
娘
が
１
９
０
５
年
に

逮
捕
、
投
獄
さ
れ
た
の
を
皮
切
り
に
メ
ン

バ
ー
が
続
々
と
逮
捕
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

そ
の
数
は
１
０
０
０
人
以
上
に
お
よ
び
、そ
れ

ぞ
れ
が
逮
捕
さ
れ
て
は
投
獄
さ
れ
、
出
所
し

て
は
ま
た
問
題
を
起
こ
し
て
逮
捕
さ
れ
る
と

い
う
、
警
察
と
の
イ
タ
チ
ご
っ
こ
が
続
い
た
。

　

刑
務
所
で
の
サ
フ
ラ
ジ
ェ
ッ
ト
ら
は
、
単

な
る
犯
罪
者
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
反
発
し
、

自
分
た
ち
が
信
念
を
持
っ
た
政
治
犯
で
あ
る

　女性の活動家が目立つ女性参政
権運動だが、その裏には男性支持
者の応援もあった。
　女性に参政権など認めないと主
張する議員が国会の多数を占めて
いたものの、収監中のサフラジェッ
トの扱いの酷さについて大臣たち
に訴えたり、WSPU の会合に参加し
たりする議員もいたという。
　例えば、ジョージ・ランズベリー
議員（1859 ～ 1940 年）は女性参
政権を世間に訴えるために一旦議
員を辞職して選挙に再出馬。残念
ながら結果は落選だったが、その

後も運動の援助を続けた。1913 年
には、サフラジェットによる放火
を支援する WSPU のデモ行進で応
援演説を行った罪で投獄もされて
いる。
　また、政治家フレデリック・ペ
シック＝ローレンス（1871 ～ 1961
年 ） は 妻 と 共 に WSPU の 機 関 紙

「Votes for Women」の編集に携わっ
て支援。彼も過激な活動に手を貸
したとして逮捕されたこともある
が、暴力的な活動には否定的でも
あったとされる。

遅
れ
を
取
っ
て
い
た
英
国

　

英
国
で
女
性
の
参
政
権
が
法
律
に
よ
っ
て

初
め
て
認
め
ら
れ
た
の
は
今
か
ら
１
０
０
年

前
の
１
９
１
８
年
。
し
か
し
、
こ
の
時
は
ま

だ
、「
あ
る
一
定
以
上
の
財
産
を
持
つ
30
歳

以
上
の
女
性
の
み
」
と
条
件
が
つ
け
ら
れ
て

い
た
。
完
全
に
男
女
平
等
の
参
政
権
が
21
歳

以
上
の
す
べ
て
の
女
性
に
認
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
10
年
後
の

１
９
２
８
年
。
他
国
の
国
政
選
挙
に
お
け
る

女
性
参
政
権
の
獲
得
年
次
を
見
る
と
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
（
１
８
９
３
年
）
や
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
（
１
９
０
２
年
）
な
ど
と
比
べ
て
、

少
々
遅
れ
を
取
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
英
国
に
お
い
て
女
性
の

政
治
参
加
が
伝
統
的
に
否
定
さ
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。
女
性
に
も
「
あ
る
程
度
の
財

産
を
持
っ
て
い
る
こ
と
」
な
ど
の
条
件
つ
き

で
選
挙
へ
の
投
票
が
認
め
ら
れ
て
い
た
時
代

の
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
家
族

単
位
の
ビ
ジ
ネ
ス
が
中
心
で
職
場
と
家
の
区

　女性参政権運動は 18 世紀から始ま
り、その後、社会主義運動や労働運
動の高まりで動きが活発となった。世
界で最初に女性に参政権が認められた
国はニュージーランド（1893 年）で、
その後、オーストラリア、ロシア領フィ
ンランドなどが続く。
　英国は 1918 年に 30 歳以上の財産
を持つ女性に参政権が認められたが、
男性と同様に 21 歳以上のすべての
女性に認められるようになったのは
1928 年。大正デモクラシーの時代か
ら女性参政権が叫ばれていた日本も第
二次世界大戦後の 1945 年にやっと実
現している。

世界の主な国の女性参政権獲得年
1893 年	 ニュージーランド
1902 年	 オーストラリア
1906 年	 ロシア領フィンランド
1913 年	 ノルウェー
1915 年	 デンマーク、アイスランド
1917 年	 ロシア、カナダ
1918 年	 ドイツ、ポーランド、英国
1920 年	 米国

米国では州によって異なり、この年、
すべての州で認められ、憲法も正式に
書き換えられた。

1931 年	 スペイン、ポルトガル
1945 年	 フランス、日本
1991 年	 スイス

女性参政権、世界の流れ運動を支えた男たち

レ ー ス 翌 日 の「 デ イ
リ ー・ ミ ラ ー」 紙 で は、
表紙を使ってレース当日
の事件の瞬間を伝えた。
写真左端にデイヴィソン
と、その隣に馬、旗手が
横たわっている。
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こ
と
を
示
す
た
め
、
刑
務
所
で
の
食
事
を
拒

否
す
る
ハ
ン
ガ
ー
・
ス
ト
ラ
イ
キ
を
決
行
し

た
。
そ
れ
に
対
し
て
警
察
は
、
投
獄
中
の

「
殉
死
」
で
サ
フ
ラ
ジ
ェ
ッ
ト
が
英
雄
視
さ
れ

る
こ
と
を
恐
れ
、
食
事
拒
否
で
衰
弱
し
た
囚

人
の
喉
に
ホ
ー
ス
を
突
っ
込
ん
で
無
理
や
り

に
食
事
を
流
し
込
む
と
い
う
強
硬
策
で
対
抗
。

こ
う
し
た
政
府
の
対
応
は
女
性
ら
の
心
を
さ

ら
に
頑
な
に
し
、
サ
フ
ラ
ジ
ェ
ッ
ト
は
暴
力

の
連
鎖
の
泥
沼
に
深
く
は
ま
り
こ
ん
で
い
く

こ
と
と
な
っ
た
。

勤
勉
な
教
師
か
ら

過
激
派
活
動
家
へ

　
「Votes for W

om
en

（
女
性
に
参
政
権

を
）」
を
主
張
し
て
ジ
ョ
ー
ジ
５
世
所
有
の
馬

の
前
に
飛
び
出
し
て
亡
く
な
っ
た
デ
イ
ヴ
ィ

ソ
ン
も
、
郵
便
ポ
ス
ト
へ
の
放
火
な
ど
公
共

の
場
を
荒
ら
し
た
罪
で
何
度
も
逮
捕
さ
れ
、

刑
務
所
に
は
９
回
も
収
監
さ
れ
て
い
る
。
ハ

ン
ガ
ー
・
ス
ト
ラ
イ
キ
の
数
も
７
度
に
及
び
、

ホ
ー
ス
で
強
制
的
に
食
事
を
流
し
込
ま
れ
た

回
数
は
49
回
を
数
え
た
。

　

１
９
０
９
年
に
当
時
の
大
蔵
大
臣
の
車
に

石
を
投
げ
つ
け
た
罪
で
１
ヵ
月
の
重
労
働
の

刑
を
宣
告
さ
れ
た
際
に
は
、
独
房
に
誰
も
入

れ
な
い
よ
う
に
封
鎖
し
て
か
ら
ハ
ン
ガ
ー
・

ス
ト
ラ
イ
キ
を
強
行
。
怒
っ
た
看
守
が
、
ド

ア
を
開
け
さ
せ
る
た
め
に
大
量
の
水
を
独
房

へ
と
流
し
込
む
と
い
う
策
が
と
ら
れ
た
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
激
し
い
活

動
を
行
っ
て
い
た
デ
イ
ヴ
ィ
ソ
ン
と
は
ど
ん

な
経
歴
の
持
ち
主
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

エ
ミ
リ
ー
・
ワ
イ
ル
デ
ィ
ン
グ
・
デ
イ
ヴ
ィ

ソ
ン
は
１
８
７
２
年
10
月
11
日
に
ロ
ン
ド
ン

南
東
に
あ
る
ブ
ラ
ッ
ク
ヒ
ー
ス
で
、
妻
に
先

立
た
れ
た
商
人
と
後
妻
の
間
に
生
ま
れ
た
。

後
妻
が
産
ん
だ
４
人
の
子
の
中
で
は
３
番
目

で
、
前
妻
の
子
も
合
わ
せ
る
と
全
部
で
13
人

兄
妹
の
大
家
族
。
13
歳
か
ら
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン

に
あ
っ
た
学
校
で
学
ん
だ
あ
と
、
１
８
９
１

年
に
奨
学
金
を
得
て
名
門
の
ロ
イ
ヤ
ル
・
ホ

ロ
ウ
ェ
イ
大
学
に
進
学
し
て
お
り
、
実
家
の

暮
し
向
き
は
そ
れ
な
り
に
良
か
っ
た
と
想
像

さ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
２
年
後
に
父
親
が
亡
く

な
っ
て
か
ら
は
状
況
が
一
変
。
残
さ
れ
た
母

親
ひ
と
り
で
は
学
費
が
ま
か
な
え
ず
、
デ
イ

ヴ
ィ
ソ
ン
は
退
学
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
っ

た
。
そ
れ
で
も
そ
の
後
は
住
み
込
み
の
家
庭

教
師
を
し
な
が
ら
夜
学
で
勉
強
を
続
け
、
大

学
資
金
を
蓄
え
た
の
ち
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
大
学
の
セ
ン
ト
・
ヒ
ュ
ー
・
カ
レ
ッ
ジ
に

入
学
し
て
、
最
後
の
試
験
で
は
主
席
レ
ベ
ル

の
成
績
を
収
め
た
。
こ
れ
だ
け
の
苦
学
の

日
々
を
乗
り
越
え
た
デ
イ
ヴ
ィ
ソ
ン
だ
が
、

当
時
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
は
女
性
の

学
位
取
得
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
正

式
な
卒
業
資
格
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ

で
も
、
学
校
の
教
師
や
家
庭
教
師
を
し
な
が

ら
さ
ら
に
学
業
を
続
け
、
１
９
０
８
年
に
は

ロ
ン
ド
ン
大
学
で
学
位
を
取
得
し
て
い
る
。

　

勤
勉
で
真
面
目
な
女
教
師
だ
っ
た
デ
イ

ヴ
ィ
ソ
ン
が
Ｗ
Ｓ
Ｐ
Ｕ
に
加
入
し
た
の
は

１
９
０
６
年
。
自
身
の
苦
学
の
経
験
か
ら
も
、

女
性
が
置
か
れ
て
い
た
立
場
に
強
い
憤
り
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
３
年
後
に
は
教
師
の
職

を
捨
て
て
、 

Ｗ
Ｓ
Ｐ
Ｕ
の
活
動
に
全
力
を
注

ぐ
よ
う
に
な
っ
た
。

　

１
９
０
９
年
、
デ
イ
ヴ
ィ
ソ
ン
は
ハ
ー

バ
ー
ト
・
ヘ
ン
リ
ー
・
ア
ス
キ
ス
首
相
に
訴

え
る
デ
モ
行
進
で
警
察
と
衝
突
し
、
警
官
へ

の
傷
害
罪
で
逮
捕
さ
れ
、
初
め
て
投
獄
さ
れ

る
。
１
ヵ
月
の
懲
役
を
終
え
た
の
ち
、
デ
イ

ヴ
ィ
ソ
ン
は
Ｗ
Ｓ
Ｐ
Ｕ
の
機
関
紙
「Votes 

for W
om
en

」
に
「（
こ
の
経
験
で
）
こ
れ
ま

で
に
感
じ
た
こ
と
が
な
い
ほ
ど
に
、
仕
事
へ

の
や
り
が
い
と
、
生
き
る
興
味
が
得
ら
れ
た
」

と
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
女
性
参
政
権
を

勝
ち
取
る
と
い
う
究
極
の
目
標
の
た
め
に
は

闘
争
的
な
行
動
も
必
要
だ
と
考
え
る
エ
メ
リ

ン
・
パ
ン
ク
ハ
ー
ス
ト
の
方
針
に
賛
同
し
た

彼
女
の
行
動
は
ど
ん
ど
ん
大
胆
で
無
鉄
砲
に

な
っ
て
い
く
。
他
の
Ｗ
Ｓ
Ｐ
Ｕ
の
仲
間
と
同

様
に
、
投
石
や
郵
便
ポ
ス
ト
へ
の
放
火
な
ど

を
繰
り
返
し
て
、
逮
捕
と
投
獄
生
活
の
日
々

を
送
る
こ
と
と
な
る
の
だ
っ
た
。

時
代
の
犠
牲
者
た
ち

　

サ
フ
ラ
ジ
ェ
ッ
ト
の
女
性
た
ち
が
こ
れ
ほ

ど
ま
で
に
極
端
な
道
へ
と
進
ま
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
の
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
時
代
に
女

性
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
が
非
常
に
息
苦
し

い
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

19
世
紀
の
末
、
産
業
革
命
に
よ
り
英
国
が

経
済
的
に
成
長
し
て
い
た
の
と
は
裏
腹
に
、

女
性
の
立
場
や
地
位
は
非
常
に
低
い
も
の

だ
っ
た
。
参
政
権
が
な
い
ば
か
り
か
、
苦
情

を
訴
え
た
り
、
財
産
を
所
有
し
た
り
す
る
こ

と
も
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
未
婚
女
性
の

立
場
も
弱
い
が
、
結
婚
し
た
と
こ
ろ
で
何
も

変
わ
ら
な
か
っ
た
。
外
で
働
き
、
社
会
の
将

来
を
決
め
る
政
治
的
な
事
柄
に
も
責
任
を
持

つ
の
は
男
の
役
割
。
女
性
が
政
治
に
口
出
し

を
す
る
必
要
は
な
く
、
女
性
の
能
力
は
子
ど

も
を
産
ん
で
家
庭
を
守
る
こ
と
に
活
か
さ
れ

る
べ
き
だ
、
と
い
う
考
え
方
が
根
強
か
っ
た
。

夫
婦
は
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
と
み
な
さ
れ
て
、

女
性
の
権
利
は
結
婚
前
か
ら
の
財
産
を
含
め

た
す
べ
て
が
夫
で
あ
る
男
性
の
手
に
委
ね
ら

れ
た
。
妻
は
夫
の
所
有
物
で
あ
り
、
従
っ
て

妻
が
生
み
出
す
も
の
も
す
べ
て
が
夫
の
も
の
。

女
性
自
身
の
体
や
産
ん
だ
子
ど
も
の
ほ
か
、

外
で
働
い
て
得
た
給
料
で
す
ら
夫
に
所
有
権

が
あ
る
と
さ
れ
た
の
だ
。
男
性
が
経
済
的
に

安
定
し
、
社
会
的
立
場
を
確
立
す
る
一
方
で
、

女
性
は
経
済
的
に
も
性
的
に
も
権
利
の
な
い

立
場
に
あ
り
、
夫
婦
の
離
婚
に
お
い
て
も
法

律
は
夫
に
有
利
な
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
た
。

た
と
え
肉
体
的
苦
痛
を
与
え
ら
れ
よ
う
と
も
、

男
性
の
支
配
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可

能
だ
っ
た
。

　

そ
の
上
、
生
活
の
苦
し
い
労
働
者
層
の
女

性
は
家
事
の
か
た
わ
ら
工
場
な
ど
で
働
い
た

が
、
そ
の
賃
金
は
男
性
の
半
分
以
下
。
産
前

産
後
の
保
証
も
な
く
、
出
産
後
、
動
け
る
よ

う
に
な
れ
ば
す
ぐ
に
仕
事
に
戻
ら
ざ
る
を
得

な
い
と
い
う
過
酷
な
状
況
だ
っ
た
と
い
う
。

　

と
に
か
く
、
現
代
で
は
理
解
で
き
な
い
女

性
に
不
利
な
法
律
が
当
時
は
数
多
く
存
在
し

て
い
た
が
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
思
想
が
教
育

エミリー・デイヴィソン（1910 年頃）。

▲「Prisoners Temporary Discharge for Health Act 1913」
法では、ハンガー・ストライキで衰弱した収監者は釈放
され、再び問題を起こせばすぐに逮捕されることが決め
られた。しかし、これでは逮捕と投獄が繰り返されるこ
とから、この法は「Cat and Mouse」（イタチごっこの意）
の通称で呼ばれた。

▲ サフラジェットを揶揄するポストカードも出回った。

演説を行うエメリン・パンクハースト。

© Women's Social and Political Union, 1914
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に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
れ
に
対
し
て

Ｗ
Ｓ
Ｐ
Ｕ
は
11
月
18
日
の
金
曜
日
に
３
０
０

人
の
メ
ン
バ
ー
で
首
相
に
直
談
判
の
抗
議
に

向
か
っ
た
が
、
警
察
の
激
し
い
反
撃
に
遭

い
、
参
加
者
の
多
く
が
逮
捕
さ
れ
て
し
ま
っ

た
（
ゆ
え
に
こ
の
事
件
は
ブ
ラ
ッ
ク
・
フ
ラ

イ
デ
ー
と
呼
ば
れ
て
い
る
）。
デ
イ
ヴ
ィ
ソ
ン

は
こ
の
日
は
逮
捕
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、

サ
フ
ラ
ジ
ェ
ッ
ト
の
同
志
に
対
す
る
警
察
の

仕
打
ち
に
怒
り
狂
い
、
翌
日
、
裁
判
所
の
刑

事
部
に
石
を
投
げ
つ
け
、
懲
役
1
ヵ
月
の
判

決
を
受
け
た
。
実
際
に
こ
の
ブ
ラ
ッ
ク
・
フ

ラ
イ
デ
ー
事
件
で
は
、
非
武
装
の
女
性
に
対

す
る
警
察
の
対
応
が
あ
ま
り
に
も
暴
力
的
で

あ
っ
た
た
め
、
メ
デ
ィ
ア
で
す
ら
サ
フ
ラ

ジ
ェ
ッ
ト
を
擁
護
し
、
政
府
を
強
く
批
判
し

た
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
暴
力
に

ま
み
れ
た
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
国
会
議
員

は
女
性
参
政
権
運
動
と
距
離
を
置
く
よ
う
に

な
り
、
結
果
と
し
て
運
動
自
体
を
も
後
退
さ

せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

死
の
真
相
は
…
？

　

こ
の
事
件
後
も
さ
ら
な
る
過
激
な
活
動
を

続
け
た
デ
イ
ヴ
ィ
ソ
ン
が
ジ
ョ
ー
ジ
５
世
の

馬
の
前
に
身
を
投
げ
る
の
は
、
そ
れ
か
ら
２

年
半
後
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
の
日
の
デ
イ

ヴ
ィ
ソ
ン
の
行
動
が
あ
ら
か
じ
め
死
を
覚
悟

し
て
い
た
も
の
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
っ

て
い
な
い
。
彼
女
は
自
分
の
計
画
を
事
前
に

誰
と
も
相
談
し
て
お
ら
ず
、
計
画
に
つ
い
て

の
メ
モ
書
き
な
ど
も
み
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

遺
品
の
中
に
は
帰
り
の
列
車
の
切
符
や
翌
週

の
予
定
を
書
い
た
手
帳
な
ど
も
残
さ
れ
て
い

た
た
め
、
警
察
は
デ
イ
ヴ
ィ
ソ
ン
の
死
は
自

殺
で
は
な
い
と
結
論
づ
け
た
。

　

自
殺
説
を
は
じ
め
、
世
間
の
関
心
を
Ｗ
Ｓ

Ｐ
Ｕ
の
活
動
に
向
け
る
た
め
に
王
の
馬
に
Ｗ

Ｓ
Ｐ
Ｕ
の
旗
を
掲
げ
よ
う
と
し
た
の
が
失
敗

に
終
わ
っ
た
の
だ
と
か
、
単
純
に
コ
ー
ス
を

横
切
っ
て
注
目
を
集
め
る
だ
け
の
計
画
だ
っ

た
が
後
続
の
馬
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
こ
と
に

気
づ
か
ず
に
飛
び
出
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と

か
、
さ
ま
ざ
ま
な
憶
測
は
あ
る
。
し
か
し
真

実
は
謎
の
ま
ま
だ
。

　

Ｗ
Ｓ
Ｐ
Ｕ
は
デ
イ
ヴ
ィ
ソ
ン
を
女
性
参
政

権
運
動
の
殉
死
者
と
し
て
扱
っ
た
。
ロ
ン

ド
ン
へ
戻
っ
た
デ
イ
ヴ
ィ
ソ
ン
の
遺
体
は
、

５
０
０
０
人
の
女
性
た
ち
と
数
百
人
の
男
性

支
持
者
に
付
き
添
わ
れ
て
ロ
ン
ド
ン
市
内
の

教
会
ま
で
運
ば
れ
、
そ
こ
で
簡
素
な
葬
儀
が

行
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
部

の
教
会
墓
地
へ
運
ば
れ
、
埋
葬
さ
れ
た
。
墓

石
に
は
、
Ｗ
Ｓ
Ｐ
Ｕ
の
モ
ッ
ト
ー
で
あ
っ
た

「D
eeds not w

ords

」
の
文
字
が
刻
ま
れ
た
。

活
動
の
果
て
に

　

こ
う
し
て
、
世
間
に
衝
撃
を
与
え
た
デ
イ

ヴ
ィ
ソ
ン
の
死
で
あ
っ
た
が
、
残
念
な
が
ら
、

１
９
１
４
年
の
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
に

よ
っ
て
、
英
国
の
女
性
参
政
権
運
動
は
し
ば

ら
く
の
間
、
棚
上
げ
と
な
っ
た
。
穏
健
派
の

Ｎ
Ｕ
Ｗ
Ｓ
Ｓ
は
政
府
へ
の
地
道
な
働
き
か
け

を
続
け
て
い
た
が
、
Ｗ
Ｓ
Ｐ
Ｕ
の
リ
ー
ダ
ー
、

エ
メ
リ
ン
・
パ
ン
ク
ハ
ー
ス
ト
は
Ｗ
Ｓ
Ｐ
Ｕ

の
過
激
活
動
の
中
断
を
宣
言
。
そ
の
代
わ
り

に
戦
場
へ
の
女
性
派
遣
な
ど
で
政
府
に
全
面

的
に
協
力
し
、
政
府
と
の
良
い
関
係
を
築
き

上
げ
た
。

　

そ
し
て
第
一
次
世
界
大
戦
が
終
了
し
た

１
９
１
８
年
、
英
国
で
よ
う
や
く
一
部
の
女

性
の
参
政
権
を
認
め
る
法
律
が
国
会
を
通
過
。

女
性
参
政
権
活
動
は
つ
い
に
、
そ
の
大
き
な

目
的
の
ひ
と
つ
の
ゴ
ー
ル
へ
到
達
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
だ
っ
た
。

　

女
性
参
政
権
認
定
ま
で
の
経
緯
を
考
察

す
る
と
、
第
一
次
世
界
大
戦
前
の
サ
フ
ラ

ジ
ェ
ッ
ト
の
過
激
な
活
動
や
デ
イ
ヴ
ィ
ソ
ン

の
命
が
け
の
行
動
は
女
性
参
政
権
獲
得
に
大

き
な
意
味
を
な
さ
な
か
っ
た
、
い
や
む
し
ろ
、

邪
魔
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
意
見

も
多
い
。
暴
力
に
訴
え
た
活
動
方
針
が
共
感

を
得
て
、
称
え
ら
れ
る
こ
と
は
難
し
い
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

　

事
実
、
英
国
で
の
女
性
参
政
権
１
０
０
年

を
記
念
し
て
ロ
ン
ド
ン
の
国
会
議
事
堂
前
に

あ
る
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
・
ス
ク
エ
ア
に
今
年
建

て
ら
れ
る
初
の
女
性
像
は
、
Ｗ
Ｓ
Ｐ
Ｕ
の
エ

メ
リ
ン
・
パ
ン
ク
ハ
ー
ス
ト
で
は
な
く
、
地

道
な
運
動
を
続
け
て
い
た
Ｎ
Ｕ
Ｗ
Ｓ
Ｓ
の
ミ

リ
セ
ン
ト
・
フ
ォ
ー
セ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
、
サ
フ
ラ
ジ
ェ
ッ
ト
の
苦
闘
が

無
意
味
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
少
し
酷
だ
ろ

う
。
女
性
の
権
利
獲
得
の
た
め
に
人
生
を
投

げ
打
ち
、
人
々
に
後
ろ
指
を
指
さ
れ
な
が
ら

闘
っ
た
『
悲
し
き
ヒ
ロ
イ
ン
』
ら
の
活
動
が
、

少
し
ず
つ
男
女
平
等
へ
の
道
を
塞
ぐ
重
い
石

を
動
か
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　

フ
ォ
ー
セ
ッ
ト
の
像
は
ま
だ
一
般
に
公
開

さ
れ
て
い
な
い
が
、
フ
ォ
ー
セ
ッ
ト
が
デ
イ

ヴ
ィ
ソ
ン
の
死
に
際
し
て
行
っ
た
ス
ピ
ー
チ

の
中
か
ら
取
ら
れ
た
「Courage calls to 

courage everyw
here

（
勇
気
は
い
た
る
と

こ
ろ
で
勇
気
を
呼
ぶ
）」
と
い
う
言
葉
が
書
か

れ
た
サ
イ
ン
ボ
ー
ド
が
像
の
手
に
抱
え
ら
れ

て
い
る
と
い
う
。
現
代
で
は
当
た
り
前
の
も

の
と
し
て
存
在
す
る
女
性
参
政
権
が
、
多
く

の
女
性
の
尽
力
と
犠
牲
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た

大
切
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
伝
わ
る
像
と

な
る
こ
と
を
願
う
。

刑務所で食事を拒否するハンガー・ストライキを行う人に対し、所内ではホースを
使って強引に食事が流し込まれた。© The Suffragette, c.1911

▲

収 監 さ れ た サ フ ラ
ジェットの名前は旗に記
され、メンバー同士で称
え励ましあった。

を
受
け
た
中
流
層
の
女
性
ら
に
広
が
っ
た
こ

と
で
、
自
分
た
ち
が
置
か
れ
た
理
不
尽
な
状

況
に
女
性
た
ち
も
気
づ
き
、
次
第
に
声
を
上

げ
は
じ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
て
生

ま
れ
た
女
性
参
政
権
運
動
の
波
で
は
あ
っ
た

が
、
活
動
の
成
果
は
思
う
よ
う
に
上
が
ら
な

か
っ
た
。

　

前
へ
な
か
な
か
進
ん
で
く
れ
な
い
現
実
に

疲
れ
果
て
た
女
性
ら
が
、
世
間
が
あ
っ
と
驚

く
よ
う
な
激
し
い
行
動
に
出
な
け
れ
ば
誰
も

自
分
た
ち
の
声
に
耳
を
傾
け
て
く
れ
な
い
と

思
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
も
無
理
は
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ま
で
辛
抱
強
く

勉
学
と
勤
労
の
日
々
を
送
っ
て
き
た
デ
イ

ヴ
ィ
ソ
ン
も
、
政
府
や
警
察
と
の
激
し
い
衝

突
を
き
っ
か
け
に
心
の
中
で
抑
え
て
き
た
も

の
が
大
き
く
弾
け
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ブ
ラ
ッ
ク
・
フ
ラ
イ
デ
ー

　

１
９
１
０
年 

、
女
性
参
政
権
運
動
に
大

き
な
影
響
を
与
え
る
事
件
が
起
こ
っ
た
。
女

性
参
政
権
活
動
家
と
政
府
と
の
折
衷
案
と
し

て
財
産
を
持
つ
女
性
限
定
で
選
挙
権
を
与
え

る
と
い
う
議
題
を
議
会
で
話
し
合
う
こ
と
が

提
案
さ
れ
た
も
の
の
、
最
終
的
に
当
時
の
ア

ス
キ
ス
首
相
が
却
下
し
て
、
す
べ
て
が
白
紙

　英国で初めて女性の参政権が認められてから
今年で 100 年。ロンドン博物館（Museum of 
London）では 50 年以上にわたる英国の女性参
政権獲得までの厳しい道のりを紹介するエキシ
ビション「Votes for Women」を開催する。
　特にサフラジェットに関する展示が充実し、
投獄されたサフラジェットの獄中生活をとらえ
た写真や、 闘う勇気の証として刑務所から持ち
帰られた堅い黒パン、収監中に家族と交わした
手紙、獄中でのハンガー・ストライキに耐えた
証として WSPU から贈られたメダルなど、自己
を犠牲にして女性の権利獲得のために闘ったサ
フラジェットらの苦悩を示す品々が紹介される。
また、郵便ポストを燃やすために使われた発火

女性参政権 100 年

デイヴィソンは帰りの列車の切符を持って
いたことから、「死ぬつもりはなかった」と
見られているが、真実はわかっていない。

装置入りの潰れた箱からも闘争の激しさを垣間
見ることができるだろう。
　展示会場ではサフラジェットのメンバーの中
でこれまであまり名が知られてこなかった女性
らの紹介や、当時の過激な闘争手段と現代の政
治的活動との類似性を考察する映像などの上映
も予定されている。

Votes for Women   ２月２日～３月 27 日 
Museum of London
150	London	Wall,	EC2Y	5HN
入場無料
www.museumoflondon.org.uk/museum-
london

特別展「Votes for Women」
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